
1011

考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、

お
客
さ
ん
の
側
か
ら
は
ま
っ
た
く
分
か
り

ま
せ
ん
。
値
段
や
商
品
サ
ン
プ
ル
な
ど
の

情
報
を
得
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
が
、

使
っ
て
い
る
材
料
が
新
し
い
か
古
い
か
、

ど
う
い
う
過
程
で
調
理
し
て
い
る
の
か
と

い
う
よ
う
な
情
報
ま
で
は
分
か
ら
な
い
ん

で
す
。

│
│
確
か
に
厨
房
で
ど
の
よ
う
に
調
理
し

て
い
る
の
か
ま
で
は
分
か
り
ま
せ
ん
ね
。

こ
の
よ
う
に
、
お
店
側
と
消
費
者
側
で

持
っ
て
い
る
情
報
が
違
う
こ
と
を
、「
情

報
の
非
対
称
性
」
と
い
い
ま
す
。

で
は
、
お
店
が
消
費
者
を
だ
ま
し
て
い

た
場
合
は
、
い
っ
た
い
ど
う
な
る
の
で
し

ょ
う
か
？

短
期
的
に
は
儲
か
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
も
し
ば
れ
た
ら
大
変
な
こ

と
に
な
り
ま
す
。
売
り
上
げ
が
落
ち
た
り
、

お
店
自
体
が
潰
れ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。「
お
店
が
潰
れ

る
の
が
嫌
だ
か
ら
真
面
目
に
や
ろ
う
」
と

り
た
い
価
格
」
と
消
費
者
の
「
買
っ
て
も

よ
い
価
格
」
の
バ
ラ
ン
ス
で
決
ま
り
ま
す
。

例
え
ば
、
学
生
街
の
定
食
屋
さ
ん
が
五
〇

〇
円
で
売
れ
ば
も
う
け
が
確
保
で
き
る
定

食
を
出
す
と
し
ま
す
。
一
方
で
買
う
側
の

学
生
は
そ
の
五
〇
〇
円
と
い
う
情
報
を
も

と
に
買
う
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
わ
け
で

す
。も

し
、
そ
の
周
辺
に
他
の
お
店
が
な
い

場
合
は
、
高
く
て
も
買
う
人
が
出
て
く
る

の
で
お
店
側
は
高
い
値
段
を
つ
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、
お
店
が
複
数
あ
る
こ
と

で
競
争
原
理
が
働
き
、
値
段
が
安
く
抑
え

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

簡
単
に
言
う
と
、
モ
ノ
の
値
段
は
こ
の

よ
う
に
決
ま
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
話
に

は
一
つ
欠
点
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
な
に

か
と
い
う
と
、
お
店
が
イ
ン
チ
キ
を
し
よ

う
と
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
わ
け
で
す
。
例

え
ば
、
消
費
期
限
が
切
れ
て
、
腐
り
か
け

た
も
の
を
こ
っ
そ
り
出
す
と
い
う
こ
と
が

「
経
済
学
で
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
し

て
、
現
実
の
世
界
で
は
こ
の
よ
う
に
動
い

て
い
る
」
と
い
う
説
明
の
し
か
た
を
し
よ

う
と
す
る
の
で
す
が
、
実
際
に
は
そ
の
通

り
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。
経
済

学
は
分
析
の
ツ
ー
ル
と
し
て
優
れ
て
い
る

け
れ
ど
、
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
が
で
き
な

い
こ
と
も
多
い
ん
で
す
ね
。

そ
こ
で
「
血
の
通
っ
た
人
間
」
が
自
然

に
持
つ
「
人
情
」
や
、
そ
れ
に
付
随
す
る

「
義
理
」「
共
感
」
と
い
っ
た
も
の
が
重
要

な
働
き
を
す
る
の
で
は
な
い
か
。
日
常
の

中
で
「
人
情
」
を
理
解
す
る
こ
と
は
重
要

で
あ
り
、
経
済
活
動
を
す
る
上
で
も
カ
ギ

と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
わ
け
で

す
。

│
│
こ
こ
で
い
う
「
義
理
」
や
「
人
情
」

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
？

で
は
、
ま
ず
市
場
経
済
の
仕
組
み
に
つ

い
て
少
し
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

市
場
取
引
と
い
う
の
は
売
る
側
の
「
売

投
資
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
す
。

私
は
日
ご
ろ
学
生
た
ち
に
授
業
で
経
済

学
を
教
え
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
チ

ェ
ー
ン
店
の
例
の
よ
う
に
経
済
学
の
教
科

書
に
出
て
く
る
こ
と
と
日
常
に
起
こ
る
出

来
事
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
感
じ
て

い
ま
し
た
。

教
科
書
に
出
て
く
る
よ
う
な
抽
象
的
な

話
を
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
学
生
た
ち
が

理
解
し
づ
ら
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

に
来
た
人
に
社
長
が
気
前
よ
く
食
事
を
奢

っ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
と
か
。
し
か
し
、

入
社
す
る
か
ど
う
か
も
分
か
ら
な
い
人
に

対
し
て
余
分
な
コ
ス
ト
を
払
う
こ
と
は
合

理
的
で
な
い
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。

当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
意
味
の
な

い
コ
ス
ト
が
か
さ
め
ば
、
会
社
は
潰
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
お
店
は
と

て
も
繁
盛
し
て
い
ま
す
。
ど
う
や
ら
無
意

味
に
思
え
る
コ
ス
ト
が
、
じ
つ
は
重
要
な

従
来
の
経
済
学
の
弱
点

│
│
山
村
先
生
が
研
究
さ
れ
て
い
る
「
義

理
と
人
情
の
経
済
学
」
と
は
、
ど
う
い
う

も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
？

あ
る
飲
食
チ
ェ
ー
ン
で
は
、
従
業
員
の

会
社
へ
の
貢
献
以
上
に
給
料
を
払
い
、
ア

ル
バ
イ
ト
の
人
に
さ
え
ボ
ー
ナ
ス
を
出
し

て
い
る
そ
う
で
す
。
さ
ら
に
入
社
の
面
接
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人
間
は
と
き
に
効
率
性
や
お
金
を
重
視
し
な
い
行
動
を
と
る
こ
と
が
あ
る
。

で
は
、 い
っ
た
い
な
ぜ
合
理
的
で
は
な
い
行
動
を
と
る
の
だ
ろ
う
か
？

従
来
の
経
済
学
で
は
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た 「
義
理
」 や 「
人
情
」 を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、

ビ
ジ
ネ
ス
で
も
家
庭
で
も
使
え
る
新
し
い
経
済
学
の
考
え
方
を
聞
い
た
。

ビ
ジ
ネ
ス
成
功
の
カ
ギ
は
信
頼
関
係
に
あ
り

世
の
中
は 「
義
理
と
人
情
」 で
動
い
て
い
る
！


